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設
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技
能
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日
本
の
建
築
と

縄
文
文
化

日
本
の
美
と
縄
文
文
化

 

「
日
本
で
も
っ
と
も
美
し
い
建
築
物
は

何
か
」と
問
わ
れ
れ
ば
、即
座
に「
東
大

寺
転て

が
い
も
ん

害
門
」と
答
え
る
。

　
シ
ン
プ
ル
だ
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
、そ
れ

で
い
て
繊
細
で
、無
駄
の
な
い
完
ぺ
き
な

造
形
美
だ
。

　
日
本
は
大
陸
や
朝
鮮
半
島
か
ら
流
入

す
る
先
進
の
文
物
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ

て
き
た
。渡
来
人
も
古
墳
時
代（
三
世
紀

後
半
か
ら
六
世
紀
末
）に
相
当
数
流
れ

込
ん
で
い
る
。だ
か
ら
、日
本
の
仏
教
美

術
は
、亜
流
と
み
な
さ
れ
が
ち
だ
。

　
た
だ
し
列
島
人
は
、完
ぺ
き
な
コ
ピ
ー

を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。列
島
人
の
感
覚

に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
は
切
り
捨
て
る
不
思

議
な「
癖へ

き

」が
あ
っ
た
。そ
れ
は
な
ぜ
か

と
い
え
ば
、一
万
年
以
上
続
い
た
縄
文
文

化
が
、列
島
人
の「
心（
セ
ン
ス
）の
核
」

を
作
り
上
げ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。外
来

の
文
化
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、う
ま
く
咀

嚼
し
、新
た
な
美
を
作
り
出
す
能
力
を

備
え
て
い
た
の
だ
。

　
稲
作
が
北
部
九
州
に
流
入
し
た
あ
と
、

弥
生
土
器
が
造
ら
れ
て
い
く
が
、何
度
も

縄
文
的
な
文
様
が
復
活
し
、文
化
の
揺

の「
竪
穴
式
住
居
」で
、「
高
床
」は
弥
生

時
代
の「
高
床
式
住
居
」だ
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
が
空
襲（
焼
夷
弾
）に
よ
っ

て
、日
本
の
都
市
部
の
木
造
建
築
は
、ほ

ぼ
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。焼
け
野
原
か
ら

見
事
に
復
興
し
た
日
本
だ
が
、都
市
も

農
村
も
、か
つ
て
の「
風
光
明
媚
」な
景

色
は
、ほ
ぼ
姿
を
消
し
た
。ま
た「
敗
戦
」

は
、日
本
文
化
を
恥
じ
る
風
潮
を
生
み
出

し
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
モ
ル
タ
ル
と
耐
火

素
材
に
よ
っ
て
、「
文
明
的
な
街
」に
、変

貌
し
て
い
っ
た
。だ
が
出
現
し
た
の
は
日

の
ぐ
た
め
の
最
適
な
構
造
を
持
っ
て
い
た

こ
と
は
、改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
あ
る
ま

い
。見

直
す
べ
き
日
本
文
化

　
民
族
の
伝
統
を
見
直
し
、回
帰
す
る

時
代
が
や
っ
て
き
た
と
思
う
。日
本
人
の

歴
史
と
文
化
は
、け
っ
し
て
恥
じ
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
。

　
例
え
ば
ヤ
マ
ト
建
国（
三
世
紀
後
半
）

の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
は「
強
い
権
力

を
嫌
う
人
々
」で
は
な
い
か
と
考
古
学
者

は
疑
い
始
め
て
い
る
。

　
神
話
の
な
か
で
ス
サ
ノ
ヲ
は「
朝
鮮
半

島
に
は
金
属
の
宝
が
あ
る
が
、日
本
に
は

浮
く
宝（
木
材
）が
必
要
だ
」と
述
べ
、

植
林
事
業
を
始
め
て
い
る
。ヤ
マ
ト
建
国

直
前
の
朝
鮮
半
島
や
中
国
で
は
、冶
金

の
発
達
の
結
果
、森
を
失
い
、飢
饉
と
天

候
不
順
に
悩
ま
さ
れ
、戦
乱
と
人
口
減
が

起
き
て
い
た
。こ
れ
が『
三
国
志
演
義
』

や『
三
国
志
』の
本
当
の
時
代
背
景
な
の

だ
が
、ス
サ
ノ
ヲ
は「
殺
し
合
う
文
明
社

会
」を
反
面
教
師
に
し
た
の
だ
ろ
う
。そ

の
延
長
線
上
に
、ヤ
マ
ト
建
国
が
あ
る

り
戻
し
が
起
き
て
い
た
。弥
生
と
縄
文
の

は
っ
き
り
と
し
た
時
代
区
分
を
ど
こ
に
引

い
て
良
い
の
か
、わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
。

　
六
世
紀
後
半
に
日
本
に
仏
像
が
伝

わ
っ
た
あ
と
、仏
師
や
工
人
た
ち
は
縄
文

時
代
か
ら
続
く
個
性
的
な
感
性
で
、独

自
の
美
を
追
い
求
め
た
。仏
教
美
術
は
日

本
に
伝
わ
っ
て
完
成
し
た
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、東
大
寺
転
害
門
は
、そ
の
集
大
成

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。　

「
三
匹
の
子
豚
」と
木
の
家

　
縄
文
文
化
の
名
残
は
、今
で
も
そ
こ
か

し
こ
に
見
つ
か
っ
て
い
る
。

　
例
え
ば
土
器
の
発
明
に
よ
っ
て
、縄
文

人
は
世
界
最
古
級
の「
鍋
料
理
」を
食
し

て
い
た
が
、現
代
の
日
本
食
の
中
心
に
も

「
煮
る
料
理
」が
位
置
し
て
い
る
。

　
建
築
で
も
、縄
文
文
化
は
長
く
影
響

を
与
え
て
き
た
。建
築
学
者
の
上
田
篤

氏
は
、日
本
の
民
家
建
築
は
、縄
文
時

代
と
弥
生
時
代
、ふ
た
つ
の
文
化
の
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
で
、近
代
に
い
た
る
ま
で
残
っ

て
い
た
と
指
摘
し
た（『
日
本
人
と
す
ま

い
』岩
波
新
書
）。「
土
間
」は
縄
文
時
代

本
の
美
意
識
か
ら
か
け
は
な
れ
た
代
物

で
は
な
い
か
。伝
統
と
文
化
を
否
定
し
て

し
ま
っ
て
い
る
。建
築
家
の
責
任
は
大
き

い
と
思
う
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
い
童
話
に「
三
匹
の

子
豚
」が
あ
る
。ワ
ラ
や
木
で
家
を
造
っ

た
子
豚
は
、オ
オ
カ
ミ
に
食
べ
ら
れ
、レ

ン
ガ
で
造
っ
た
家
が
、一
番
優
秀
だ
と
語

ら
れ
て
い
る
。こ
こ
に
、レ
ン
ガ
や
石
の

文
化
圏
の
人
々
の
、木
の
文
化
圏
に
対

す
る
優
越
感
を
感
じ
と
っ
て
し
ま
う
の

だ
。ワ
ラ
や
木
の
家（
未
開
、野
蛮
）か
ら

レ
ン
ガ
の
家（
文
明
）へ
進
歩
し
た
と
い

う
、図
式
が
透
け
て
見
え
る
。

　
敗
戦
後
の
日
本
は
、「
三
匹
の
子
豚
」

の
童
話
を
、素
直
に
受
け
入
れ
て
き
た
よ

う
に
思
う
。そ
も
そ
も
近
代
日
本
は
、盲

目
的
に
西
洋
文
明
を
追
っ
て
き
た
の
だ
。

木
の
家
を
恥
じ
、レ
ン
ガ
の
家
を
造
っ
た

豚
を
礼
讃
す
る
物
語
に
、違
和
感
を
覚
え

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、改
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、ワ

ラ
や
木
の
家
の
方
が
快
適
に
過
ご
せ
る

地
域
は
地
球
上
い
く
ら
で
も
あ
る
。ク
ー

ラ
ー
や
エ
ア
コ
ン
が
発
達
す
る
以
前
、茅か

や

葺ぶ

き
で
木
造
の
家
屋
が
、夏
の
暑
さ
を
し

（
拙
著『
ス
サ
ノ
ヲ
の
正
体
』）。

　
文
明
社
会
は
一
神
教
的
で
、自
然
を

改
造
し
支
配
し
よ
う
と
目
論
み
、政
敵
に

復
讐
を
誓
う（『
旧
約
聖
書
』）。一
方

日
本
の
よ
う
な
多
神
教
世
界
の
人
々
は
、

大
自
然
を
神
と
み
な
し
、恐
れ
か
し
こ
ま

る
。縄
文
人
た
ち
は
大
地
を
傷
つ
け
る
こ

と
も
嫌
い
、共
存
を
旨
と
し
た
。

　
聖
武
天
皇
は
東
大
寺
建
立
の
詔

み
こ
と
の
りの

な

か
で「
人
だ
け
で
は
な
く
、動
物
や
植
物

も
栄
え
る
よ
う
に
」と
願
い
、「
一
握
り

の
土
で
も
良
い
か
ら
持
ち
寄
っ
て
、み
な

で
盧る

し
ゃ
な
ぶ
つ

舎
那
仏
を
造
立
し
よ
う
」と
呼
び
か

け
て
い
る
。東
大
寺
に
多
く
の
美
が
集
約

さ
れ
て
い
る
の
は
、こ
の
よ
う
な
心
優
し

い「
志
」が
隠
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
石
の
家
屋
は
、焼
け
ず

に
残
る
。だ
か
ら
、古
代
、中
世
の
美
を

今
に
伝
え
て
い
る
。近
代
以
降
の
日
本
の

住
居
は
、文
化
と
歴
史
の
断
絶
の
上
に

成
り
立
っ
て
い
る
。日
本
人
は
、流
れ
込

む
文
明
や
技
術
を
自
己
流
に
ア
レ
ン
ジ

し
て
、風
土
に
合
っ
た
文
化
に
仕
立
て
直

す
こ
と
が
得
意
だ
っ
た
は
ず
だ
。新
た
な

美
、新
た
な
建
築
を
見
て
み
た
い
。
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